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能
に
わ
け
る
幽
玄

止包
方＜；：：

田

勝

能
の
味
わ
い
を
幽
玄
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
常
識
で
あ
り
、
能
が
ど
う
い
う
芸
能
な
い
し
は
演
劇
で
あ

る
か
と
い
う
こ
と
を
知
、
ら
な
い
人
々
で
す
ら
も
、
こ
の
二
つ
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
耳
に
し
た
ご
と
が
あ
る
の
が
普
通
だ
ろ
う
。
し
か

し
幽
玄
と
い
う
言
葉
は
能
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
和
歌
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
り
、
ま
た
本
来
は
中
国
か
ら
仏
教
思
想
と

共
に
伝
え
ら
れ
た
外
来
語
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
言
葉
の
も
つ
内
包
は
決
し
て
一
義
的
に
指
し
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り

か
、
そ
の
領
域
す
与
も
宗
教
・
哲
学
・
芸
術
に
わ
た
っ
て
明
確
と
は
い
え
な
い
。
む

L
ろ
そ
う
し
た
明
確
で
は
な
い
対
象
を
言
い
表
わ

す
時
に
限
っ
て
、
幽
玄
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
傾
向
は
幽
玄
に
限
ら
ず
、
日
本
の
芸
術
で
用
い
ら
れ
る
美
的
な
概
念
を
表
わ
す
用
語
一
般
に
つ
い
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ

た
た

り
、
わ
び
や
さ
び
と
い
っ
た
言
葉
も
、
何
か
言
葉
で
は
言
い
尽
せ
な
い
閑
寂
な
味
わ
い
を
作
品
が
湛
え
て
い
る
と
感
む
ら
れ
た
時
に
用

い
ら
れ
る
形
容
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
言
葉
が
指
し
示
す
味
わ
い
や
情
緒
は
、
明
確
に
定
義
し
難
い
に
せ
よ
経
験
的
に
安
定
し
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た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
世
界
の
中
に
住
ん
で
い
る
人
々
が
ま
っ
た
く
見
当
違
い
の
対
象
に
対
し
て
誤
っ
た
用
法
を
す
る
と
い
う
こ
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。

た
と
え
ば
能
に
お
い
て
も
、
幽
玄
と
い
う
言
葉
が
あ
て
は
め
ら
れ
る
の
は
、
現
在
能
に
対
し
て
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
夢
幻
能
に
対

し
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
と
し
て
否
定
で
き
な
い
。
弁
慶
や
鞍
馬
天
狗
が
現
実
に
生
き
て
い
る
人
物
と
し
て
活
躍
す
る
能
よ

り
も
、
死
ん
だ
武
士
や
女
性
が
亡
霊
と
し
て
こ
の
世
に
姿
を
あ
ら
わ
し
、
現
世
の
追
憶
を
語
り
や
舞
に
よ
っ
て
表
現
す
る
能
の
ほ
う
が
、

よ
り
幽
玄
な
情
緒
に
あ
ふ
れ
で
い
る
と
、
能
の
観
客
の
多
く
は
実
感
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
演
技
の
様
式
が
現
在
能
と
夢
幻

能
の
聞
で
異
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
能
を
幽
玄
に
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
シ
テ
に
よ
る
舞
も
、
現
在
能
に
欠
け
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
る
と
明
ら
か
に
幽
玄
の
味
わ
い
は
能
の
も
つ
劇
と
し
て
の
構
造
を
結
び
つ
い
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
構

造
が
夢
幻
能
と
現
在
能
で
異
な
る
た
め
に
、
役
者
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
舞
台
の
も
た
ら
す
印
象
が
異
な
っ
た
も
の
に
な
る
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
。

し
か
し
能
を
演
劇
と
し
て
と
ら
え
る
視
点
自
体
が
一
般
的
で
な
い
こ
と
と
関
連
し
て
、
幽
玄
の
情
緒
を
能
の
構
造
と
結
び
つ
け
て
論

じ
よ
う
と
し
た
研
究
は
数
少
な
い
。
そ
の
中
で
も
野
上
豊
一
郎
は
能
、
と
り
わ
け
世
阿
弥
の
夢
幻
能
を
、
人
物
聞
の
思
想
的
な
葛
藤
が

（

1
）
 

な
い
点
で
、
劇
で
は
な
い
と
断
定
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
演
劇
と
し
て
の
普
遍
性
を
離
れ
た
次
元
で
は
能
の
味
わ
い
を
そ
れ

と
し
て
愛
し
て
お
り
、
「
能
の
幽
玄
」
と
い
う
論
考
で
そ
の
内
容
を
分
析
し
て
い
る
。

こ
の
論
考
で
野
上
氏
が
重
視
す
る
も
の
は
能
の
幽
玄
と
和
歌
の
幽
玄
と
の
関
わ
り
で
あ
り
、
も
と
も
と
物
真
似
を
重
ん

U
る
大
和
猿

楽
に
属
す
る
世
阿
弥
が
深
め
た
幽
玄
は
、
幽
玄
に
重
き
を
置
く
近
江
猿
楽
か
ら
導
き
入
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
俊
成
、
定
家
ら
の
歌
論

が
展
開
し
て
い
っ
た
幽
玄
の
概
念
を
消
化
し
た
上
で
、
そ
れ
を
能
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
歌
論
に
お
け
る
幽
玄



は
も
と
も
と
余
情
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
が
、
室
町
時
代
に
は
艶
美
で
優
雅
な
も
の
を
指
し
示
す
よ
う
に
変
化
し
て
お
り
、
ま

た
世
阿
弥
の
能
楽
論
を
読
む
と
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
優
美
な
も
の
を
指
し
て
幽
玄
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
る
か
ら

（

2
）
 

で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
議
論
は
あ
く
ま
で
推
論
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
言
語
が
も
た
ら
す
幽
玄
と
舞
台
の
演
技
が
も
た
ら
す
幽
玄

が
ど
の
よ
う
な
点
で
通
ピ
あ
い
、
ど
の
よ
う
な
点
で
異
な
る
の
か
も
明
ら
か
に
し
な
い
。
た
だ
野
上
氏
に
よ
れ
ば
、
能
全
体
を
支
配
す

る
序
破
急
の
リ
ズ
ム
の
う
ち
、
破
の
部
分
が
幽
玄
に
相
当
し
、
し
た
が
っ
て
五
番
の
能
の
構
成
で
中
間
に
演
ピ
ら
れ
る
童
物
の
曲
が
、

能における幽玄

幽
玄
の
要
素
を
も
っ
と
も
多
く
含
む
の
だ
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
ぜ
破
の
部
分
が
幽
玄
に
相
当
す
る
の
か
を
説
明
す
る
論
証
は
ま
っ
た

く
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
我
々
と
し
て
は
た
だ
、
女
性
を
シ
テ
と
す
る
能
が
も
っ
と
も
幽
玄
に
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
筆
者
の
実
感
が
、

曲
の
展
開
だ
け
で
な
く
一
日
に
演
ピ
ら
れ
る
能
の
構
成
に
も
用
い
ら
れ
る
序
破
急
と
い
う
含
み
の
広
い
言
葉
に
、
安
易
に
結
び
つ
け
ら

れ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
の
よ
う
に
野
上
氏
の
「
能
の
幽
玄
」
は
様
々
な
点
で
論
証
の
不
十
分
さ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
直
観
的
に
は
正
確
な
発
見

を
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
一
曲
の
展
開
の
中
で
、
破
の
部
分
に
お
い
て
演
技
や
音
楽
が
「
最
も
緩
慢
で
巧
織
を
極
め
」

る
こ
と
が
、
幽
玄
の
情
緒
と
少
な
く
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
野
上
氏
が
不
問
に
付
し
た
そ
の
聞
の
関
係

を
我
々
が
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
能
の
幽
玄
と
い
う
と
ら
え
難
い
味
わ
い
の
姿
も
ま
た
、
幾
分
明
瞭
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

2 
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謡
曲
の
い
く
つ
か
の
作
品
を
読
む
と
、
現
在
能
的
な
作
品
と
比
べ
て
、
夢
幻
能
が
き
わ
め
て
一
定
し
た
筋
の
展
開
を
も
つ
こ
と
が
分
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る
。
そ
れ
と
同
時
に
描
か
れ
る
シ
テ
の
姿
に
も
あ
る
き
わ
だ
っ
た
特
徴
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
大
部
分
の
夢
幻
能
が
死

者
を
シ
テ
と
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
場
合
彼
等
は
「
死
の
準
備
L

が
十
分
で
き
て
い
な
い
う
ち
に
死
ん
だ
人
々
、
死
と
和
解

す
る
こ
と
な
し
に
こ
の
世
を
去
っ
た
人
々
な
の
で
あ
る
。
彼
等
に
共
通
し
て
見
出
さ
れ
る
特
徴
は
、
何
ら
か
の
形
で
冥
界
で
苦
し
ん
で

お
り
、
そ
の
苦
し
み
を
和
ら
げ
ら
れ
た
い
と
願
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
等
は
大
抵
こ
の
世
に
無
念
の
思
い
を
残
し
て
死
ん
だ
人
々

で
あ
り
、
そ
の
思
い
の
た
め
に
死
と
和
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
不
覚
の
死
に
よ
っ
て
現
世
か
ら
退
場
し
た
武
将
や
、
恋
の
か
な
え

ら
れ
ぬ
ま
ま
生
命
の
果
て
た
男
女
は
、

い
わ
ば
生
と
死
の
、
現
世
と
冥
界
の
重
な
り
あ
う
世
界
に
住
ん
で
い
る
。
そ
の
有
様
が
描
か
れ

る
の
が
、
世
阿
弥
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
、
ま
た
我
々
が
普
通
能
の
典
型
と
し
て
思
い
浮
べ
る
複
式
夢
幻
能
に
・
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
ま
ず
、
多
く
の
場
合
旅
僧
で
あ
る
ワ
キ
が
登
場
し
て
自
分
の
身
分
を
明
か
し
、

A
7
い
る
場
所
が
ど
こ
で
あ
る
か
を
述
べ
る
。
そ
れ
は

都
で
あ
っ
た
り
陸
奥
で
あ
っ
た
り
し
て
、
あ
く
ま
で
も
具
体
的
な
名
前
を
も
っ
て
い
る
。
シ
テ
は
そ
の
土
地
の
若
い
娘
や
老
人
と
い
っ

た
仮
の
姿
を
と
っ
て
、

ワ
キ
の
僧
と
出
会
う
の
で
あ
る
。

こ
の
導
入
部
は
複
式
夢
幻
能
に
ほ
と
ん
ど
決
っ
た
形
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
が
、
世
阿
弥
以
前
の
能
に
お
い
て
は
、

か
な
ら
ず
し
も
導

入
部
と
そ
こ
か
ら
の
展
開
の
し
か
た
は
一
定
で
な
い
。
た
と
え
ば
観
阿
弥
原
作
と
伝
え
ら
れ
る
「
卒
都
婆
小
町
L

は
シ
テ
の
中
入
の
な

い
現
在
能
形
式
の
曲
で
あ
り
、
朽
ち
木
に
腰
を
か
け
た
老
残
の
小
町
と
僧
が
哲
学
的
な
間
容
を
く
り
ひ
ろ
げ
る
う
ち
に
、

か
つ
て
小
町

を
恋
い
こ
が
れ
た
深
草
の
少
将
の
霊
が
小
町
に
と
り
っ
き
、
そ
の
口
を
借
り
て
恨
み
を
述
べ
始
め
る
。
そ
の
部
分
が
曲
の
項
点
で
あ
り
、

そ
こ
に
到
る
ま
で
の
曲
の
構
成
は
直
線
的
に
進
ん
で
い
く
。
ま
た
「
葵
上
」
で
は
最
初
ワ
キ
ツ
レ
の
廷
臣
が
登
場
し
、
紙
一
女
を
使
っ
て

シ
テ
の
六
条
御
息
所
の
怨
霊
を
こ
の
世
に
み
ち
び
き
寄
せ
、
そ
の
怨
霊
を
途
中
で
登
場
し
た
ワ
キ
の
横
川
の
小
聖
が
祈
り
伏
せ
る
の
で

あ
る
。



こ
の
二
つ
の
曲
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
世
阿
弥
以
前
に
そ
の
基
本
的
な
形
が
つ
く
ら
れ
た
能
に
お
い
て
は
‘
多
く
の
場
合
シ
テ
と
ワ

キ
の
占
め
る
比
重
が
桔
抗
し
て
お
り
、
「
シ
テ
一
人
主
義
」
と
も
い
わ
れ
る
世
阿
弥
の
夢
幻
能
と
く
ら
べ
て
、
と
り
わ
け
ワ
キ
の
も
つ
は

た
ら
き
が
西
洋
演
劇
の
主
役
に
対
す
る
相
手
役
に
近
い
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
世
阿
弥
の
夢
幻
能
に
お
け
る
ワ
キ
の

僧
は
も
っ
ぱ
ら
シ
テ
の
姿
を
見
つ
め
る
役
で
あ
り
、
会
仏
を
唱
え
て
シ
テ
を
成
仏
に
み
ち
び
く
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
鎮
魂
は
形
式

的
で
あ
り
、
「
葵
上
L

の
横
川
の
小
聖
の
よ
う
に
実
際
に
舞
台
で
動
的
に
活
動
し
、
長
々
と
鎮
魂
の
文
句
を
唱
え
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

世
阿
弥
が
劇
詩
人
と
し
て
観
阿
弥
ま
で
の
作
者
と
異
質
で
あ
っ
た
点
は
、
劇
の
行
動
の
焦
点
を
シ
テ
一
人
に
し
ぼ
り
、
シ
テ
が
抱
い
て

能における幽玄

い
る
苦
し
み
が
自
己
の
行
動
に
よ
っ
て
緩
和
に
み
ち
び
か
れ
る
過
程
を
描
い
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
世
阿
弥
の
悲
劇
作
家

と
し
て
の
普
遍
性
を
す
ら
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

世
阿
弥
が
描
く
シ
テ
を
苦
し
め
て
い
る
も
の
は
、
多
く
の
場
合
記
憶
の
も
た
ら
す
感
情
で
あ
る
。
た
と
え
ば
本
来
修
羅
道
に
落
ち
た

武
士
が
肉
体
的
に
責
め
ら
れ
る
姿
を
描
く
も
の
で
あ
っ
た
修
羅
能
に
お
い
て
も
、
世
阿
弥
は
む
し
ろ
敦
盛
や
忠
度
の
よ
う
な
風
流
の
道

に
か
か
わ
る
人
物
を
シ
テ
と
し
、
彼
等
が
現
世
へ
の
執
着
か
ら
い
か
に
し
て
解
き
放
た
れ
る
か
を
描
い
た
。
重
物
に
属
す
る
大
部
分
の

作
品
は
世
阿
弥
作
と
い
う
確
証
を
も
っ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
能
に
お
い
て
も
、
シ
テ
の
女
性
達
は
現
世
の
記
憶
に
よ
っ
て
苦
し
ん

で
お
り
、
そ
の
た
め
現
世
に
対
す
る
妄
執
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
作
品
に
描
か
れ
る
行
動
の
形
に
よ
っ
て
、
我
々
は
こ
れ
ら
の
作
品

群
を
も
少
な
く
と
も
「
世
阿
弥
風
」
の
能
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

西
洋
の
悲
劇
存
品
に
登
場
す
る
主
人
公
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
特
徴
は
、
彼
等
が
両
ら
か
の
形
で
自
己
と
外
界
と
の
間
に
あ
る
ず

か
に
苦
し
ん
で
お
り
、
そ
の
や
か
が
も
た
ら
す
お
そ
れ
や
不
安
と
い
っ
た
感
情
に
か
た
を
つ
け
る
た
め
に
模
索
し
つ
つ
行
動
す
る
こ
と

2.9 

だ
が
、
能
の
シ
テ
達
も
ま
た
、
彼
等
に
と
っ
て
の
現
実
世
界
、
す
な
わ
ち
冥
界
に
ム
布
い
て
容
易
に
解
決
の
つ
か
な
い
感
情
の
重
荷
か
ら
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解
き
放
た
れ
よ
う
と
し
て
行
動
す
る
。
能
の
シ
テ
達
は
生
前
は
社
会
生
活
を
営
む
一
人
と
し
て
他
者
と
の
関
わ
り
の
中
に
生
き
て
い
た

が
、
死
に
よ
っ
て
冥
界
に
投
げ
だ
さ
れ
た
後
は
、
あ
く
ま
で
も
孤
独
の
う
ち
に
生
き
る
人
間
と
し
て
、
自
己
を
見
つ
め
な
が
ら
生
き
つ

づ
け
る
ほ
か
は
な
い
。
他
者
と
の
つ
な
が
り
を
絶
た
れ
た
以
上
、
彼
等
の
眼
は
自
己
に
向
け
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
の
時
に
彼
等

を
苦
し
め
る
も
の
は
、
ま
だ
彼
等
が
現
世
と
の
紳
を
完
全
に
断
ち
切
っ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

い
わ
ば
彼
等
は
「
出
家
」

を
せ
ず
に
現
世
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
せ
、
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
。
そ
れ
は

多
く
の
場
合
、
彼
等
が
現
世
に
あ
っ
た
と
き
に
何
ら
か
の
形
で
忘
れ
が
た
い
場
面
に
立
た
さ
れ
、
そ
の
場
面
の
記
憶
が
彼
等
の
脳
裡
を

頑
固
に
去
ろ
う
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
記
憶
は
、
喜
ば
し
さ
が
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
恥
や
無
念
を

与
え
ら
れ
た
行
動
が
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。

我
々
は
普
通
勝
利
や
得
恋
に
よ
っ
て
感
ビ
る
歓
喜
や
幸
福
感
に
、
あ
る
と
き
体
中
を
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
う
い
っ
た

喜
ば
し
い
感
情
と
比
較
的
容
易
に
切
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
の
行
動
は
勝
利
に
到
る
過
程
に
お
い
て
十
分
に
満
た
さ
れ
た
と
感
じ

る
か
ら
で
あ
り
、
繰
り
返
し
ふ
り
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
そ
の
喜
ば
し
さ
を
色
あ
せ
て
見

え
さ
せ
か
ね
な
い
。
反
対
に
恥
や
無
念
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
行
動
は
、
我
々
に
そ
こ
に
何
か
が
欠
け
て
い
た
と
い
う
反
省
を

も
た
ら
し
、
そ
の
欠
け
た
も
の
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
、
行
動
の
場
面
を
記
憶
の
中
に
強
く
と
ど
め
る
こ
と
に
な
る
こ
と
が
多
い
。

し
か
し
現
実
世
界
に
お
い
て
終
了
し
た
行
動
を
時
間
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
や
り
直
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
に
我
々
は
生
活
に
お

け
る
新
し
い
行
動
に
よ
っ
て
そ
の
失
わ
れ
た
も
の
を
代
替
的
に
回
復
し
よ
う
と
努
力
す
る
が
、
能
の
シ
テ
の
不
幸
は
、
彼
等
に
と
っ
て

現
実
世
界
で
の
行
動
の
可
能
性
が
完
全
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
す
で
に
失
地
を
回
復
す
る
機
会
を
失
っ
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
記
憶
が
も
た
ら
す
感
情
を
容
易
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
「
世
阿
弥
風
」
の
夢
幻
能
の
構
成



は
、
シ
テ
が
冥
界
に
・
お
い
て
は
か
た
の
つ
け
ら
れ
な
い
感
情
を
、
現
世
に
生
き
る
ワ
キ
に
向
け
て
表
現
す
る
こ
と
で
軽
減
し
よ
う
と
す

る
行
動
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。3 

た
と
え
ば
重
物
の
一
曲
で
あ
る
「
旗
捨
L

は
世
阿
弥
作
で
あ
る
と
確
言
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
人
物
の
行
動
の
形
に
よ
っ
て
、

「
世
阿
弥
風
L

の
能
の
一
つ
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
旗
捨
」

の
シ
テ
は
、
自
分
が
育
て
た
甥
の
妻
に
憎
ま
れ
、
月
の
夜
の
山

能における幽玄

に
捨
て
ら
れ
た
老
女
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
そ
の
無
念
の
思
い
に
よ
っ
て
冥
界
に
お
い
て
も
安
住
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
仮
の
姿
を
と
っ

て
現
世
に
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
更
科
の
里
に
住
む
女
と
し
て
登
場
し
た
シ
テ
は
、
そ
こ
で
ワ
キ
の
旅
人
と
出
会
う
の
で
あ
る
。

シ
テ
の
仮
の
姿
で
あ
る
里
の
女
に
旅
人
は
、
品
目
こ
の
山
で
旗
捨
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
ど
の
あ
た
り
か
と

尋
ね
る
。
そ
れ
に
対
し
女
は
、
こ
こ
に
あ
る
桂
の
木
の
陰
に
老
女
は
捨
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
答
え
る
。
そ
の
捨
て
ら
れ
た
老
女
は
い

ま
だ
に
死
に
き
っ
て
い
な
い
ら
し
く
、
二
人
は
と
も
に
彼
女
の
執
念
が
あ
た
り
に
た
だ
よ
っ
て
い
る
の
を
感
じ
る
。
そ
こ
へ
里
の
女
は

突
然
旅
人
に
対
し
て
、
思
い
が
け
な
い
申
し
出
を
す
る
。

、ン一ア

さ
て
さ
て
旅
人
は
い
づ
く
よ
り
い
づ
か
た
へ
御
通
り
候
ふ
ぞ
。

ワ
キ

さ
れ
ば
以
前
も
申
す
ご
と
く
、
都
の
者
に
て
候
ふ
が
、
更
科
の
月
を
承
り
及
、
び
、
初
め
て
こ
の
所
に
来
り
て
候
。
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シ
テ
さ
て
は
都
の
人
に
て
ま
し
ま
す
か
や
。
さ
あ
ら
ば
わ
ら
は
も
月
と
と
も
に
、
あ
ら
は
れ
出
で
て
旅
人
の
、
夜
遊
を
慰
め
申
す

（

3
）
 

ベ
し
。
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旅
人
は
驚
い
て
、
そ
の
よ
う
な
不
思
議
な
申
し
出
を
す
る
女
は
一
体
本
当
は
何
者
で
あ
る
の
か
と
問
う
。
す
る
と
女
は
、
自
分
は
か

っ
て
こ
こ
に
捨
て
ら
れ
た
老
女
で
あ
り
、
月
の
澄
む
夜
に
「
執
心
の
聞
を
は
ら
さ
ん
と
」
こ
う
し
て
あ
ら
わ
れ
出
た
の
で
あ
る
と
告
げ

て
、
姿
を
消
す
。

こ
こ
ま
で
が
前
場
で
あ
り
、
土
地
の
者
で
あ
る
ラ
イ
が
登
場
し
て
、

ワ
キ
に
嬢
捨
の
伝
説
を
詳
細
に
述
べ
る
。
ワ
キ
は
最
前
の
里
の

女
が
や
は
り
捨
て
ら
れ
た
老
女
の
亡
霊
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
ラ
イ
は
亡
霊
の
た
め
の
供
養
に
一
夜
を
過
す
よ
う
に
ワ
キ
に
勧
め
て
、

退
場
す
る
。
こ
こ
か
ら
後
場
と
な
り
、
シ
テ
は
老
女
の
亡
霊
と
し
て
の
真
の
姿
を
見
せ
て
旅
人
の
前
に
あ
ら
わ
れ
る
。

、ン－ア

あ
ら
面
白
の
折
か
ら
ゃ
な
、
あ
ら
面
白
の
折
か
ら
や
。
明
け
ば
ま
た
秋
、
半
ば
も
過
ぎ
ぬ
ベ
し
、
今
宵
の
月
の
惜
し
き
の
み

か
は
。
さ
な
き
だ
に
秋
待
ち
か
ね
て
類
な
き
、
名
を
望
月
の
見
し
だ
に
も
、
覚
え
ぬ
程
に
隈
も
な
き
、
旗
捨
山
の
秋
の
空
、
あ
ま

り
に
堪
ヘ
ぬ
心
と
や
、
昔
と
だ
に
も
思
は
ぬ
ぞ
や
。

こ
の
美
し
い
科
白
に
よ
っ
て
、
シ
テ
が
こ
の
満
月
の
夜
を
待
ち
か
ね
て
い
た
こ
と
が
分
り
、
そ
し
て
こ
の
機
会
を
逃
せ
ば
、
自
分
が

姿
を
あ
ら
わ
す
こ
と
は
永
久
に
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
の
よ
う
に
、
老
女
は
旅
人
の
前
で
一
気
に
舞
を
見
せ
る
。
し
か
し
な
が
ら

そ
れ
は
亡
霊
が
生
命
を
得
て
姿
を
あ
ら
わ
す
こ
と
の
で
き
る
一
夜
の
中
だ
け
の
宴
で
あ
り
、
夜
が
明
け
る
と
と
も
に
、
亡
霊
は
姿
を
消

さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
老
女
は
か
つ
て
旗
捨
山
に
捨
て
ら
れ
た
よ
う
に
、

一
夜
の
夢
が
破
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
び
そ
こ
に

捨
て
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
が
「
嬢
捨
」
の
構
成
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
が
示
す
夢
幻
能
の
典
型
的
な
展
開
は
、
シ
テ
の
行
動
が
も
っ
特
徴
と
ワ
キ
が
存
在



す
る
意
味
を
明
瞭
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
「
世
阿
弥
風
」
の
夢
幻
能
の
シ
テ
達
が
願
う
こ
と
は
第
一
に
自
己
の
住
む
世
界
、
す
な
わ
ち
冥

界
に
安
住
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
精
神
的
な
苦
し
み
か
ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
ワ
キ
の
鎮
魂
を
求
め
て
い
た
。

謡
曲
を
読
ん
だ
と
き
に
、
あ
る
い
は
能
の
舞
台
を
見
た
と
き
に
、
我
々
に
訴
え
か
け
る
も
の
は
主
と
し
て
シ
テ
が
占
め
る
言
葉
や
行
動

で
あ
り
、

ワ
キ
は
ほ
と
ん
ど
シ
テ
に
対
す
る
そ
え
物
程
度
の
重
要
性
し
か
も
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
シ
テ
が
冥
界
か
ら

行
動
を
お
こ
す
の
は
、
ほ
か
で
も
な
く
ワ
キ
が
鎮
魂
の
力
を
も
っ
た
人
物
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
シ
テ
は
ま
ず
そ
の

ワ
キ
に
出
会
う
た
め
に
時
空
を
こ
え
て
、
現
世
の
中
に
仮
の
姿
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

能における幽玄

寸
旗
捨
」
の
里
の
女
が
謎
め
い
た
科
白
を
口
に
す
る
よ
う
に
、
我
々
は
前
ジ
テ
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
村
人
や
老
人
に
対
し
て
も
、
彼
等

の
真
の
姿
が
こ
ぼ
れ
出
る
気
配
を
感
じ
、
そ
の
緊
張
感
が
前
場
の
興
趣
を
形
づ
く
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
シ
テ
が
ワ
キ
を
そ
の
場
に
と

ど
め
る
た
め
に
誘
惑
し
て
い
る
過
程
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
そ
の
過
程
に
・
お
い
て
ワ
キ
の
鎮
魂
は
準
備
さ
れ
る
。
そ
し
て
シ
テ
が
お
こ

な
う
感
情
を
明
確
化
す
る
行
動
は
、
結
局
後
場
に
・
お
い
て
後
ジ
テ
と
し
て
ワ
キ
に
見
せ
る
表
現
に
収
敬
さ
れ
る
。
シ
テ
は
感
情
の
重
荷

を
与
え
ら
れ
る
起
因
と
な
っ
た
場
面
を
何
ら
か
の
形
で
表
現
し
、
そ
れ
に
対
す
る
ワ
キ
の
祈
り
に
よ
る
浄
め
を
受
け
よ
う
と
す
る
。
そ

れ
に
よ
っ
て
シ
テ
は
そ
の
場
面
の
記
憶
か
ら
た
ち
切
ら
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
ワ
キ
は
主
と
し
て
シ
テ
の
表
現
に
対
す
る

観
客
と
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
シ
テ
の
表
現
が
曲
が
異
な
る
ご
と
に
一
人
一
人
違
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

ワ
キ
の
祈
り
は
い
つ
も
同
じ
で
あ
る
た
め
に
、
劇
に
お
い
て
ワ
キ
の
も
つ
比
重
を
大
き
く
す
る
必
要
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
ワ
キ
に
与

え
ら
れ
た
主
な
役
割
は
第
一
に
そ
こ
に
存
在
し
て
、
シ
テ
の
表
現
を
見
と
ど
け
る
こ
と
に
単
純
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

ぅ
。
「
嬢
捨
」
は
曲
の
展
開
に
お
い
て
夢
幻
能
の
典
型
的
な
作
品
で
あ
っ
た
が
、
典
型
的
で
な
か
っ
た
の
は
ワ
キ
が
旅
僧
で
は
な
く
単
に

33 

旅
人
だ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
も
と
も
と
鎮
魂
の
能
力
を
も
っ
て
い
な
い
人
間
に
対
し
て
さ
え
シ
テ
が
表
現
を
・
お
こ
な
う
こ
と
は
、
「
世
阿
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弥
風
」

の
夢
幻
能
に
お
け
る
ワ
キ
の
意
味
を
き
わ
め
て
よ
く
暗
示
し
て
い
る
。
見
る
者
と
し
て
の
ワ
キ
の
性
格
が
強
め
ら
れ
れ
ば
、
僧

と
し
て
の
本
来
の
は
た
ら
き
が
と
く
に
求
め
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
ま
で
い
く
こ
と
は
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
ワ
キ
が
僧
と
し
て
登
場
す
る
多
く
の
「
世
阿
弥
風
L

の
夢
幻
能
に
お
い
て
、

ワ
キ
の
も
つ
比
重
が
シ
テ
に
比
べ
て
い
ち
じ
る

し
く
小
さ
い
も
う
一
つ
の
理
由
は
や
は
り
、
こ
れ
ら
の
能
に
登
場
す
る
僧
達
が
本
来
き
わ
め
て
控
え
目
な
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
多
く

ま
前
ジ
テ
と
出
会
う
に
す
ぎ
な
い
。

の
場
合
寸
諸
国
一
見
の
僧
L

と
し
て
登
場
す
る
ワ
キ
の
僧
は
寺
社
に
属
さ
な
い
放
浪
の
僧
で
あ
り
、
或
る
土
地
に
や
っ
て
き
て
た
ま
た

ワ
キ
が
能
舞
台
に
登
場
す
る
と
き
に
シ
テ
と
同
じ
く
橋
掛
り
を
渡
っ
て
く
る
の
は
示
唆
的
で
あ
り
、

シ
テ
が
現
世
と
冥
界
の
は
ざ
ま
で
漂
う
者
で
あ
る
よ
う
に
、

ワ
キ
も
ま
た
現
世
に
－
い
て
一
つ
の
定
着
し
た
場
所
に
帰
属
せ
ず
に
漂
い

つ
守
つ
け
る
人
間
で
あ
る
。
彼
等
が
社
会
の
構
造
か
ら
は
み
出
し
て
放
浪
す
る
者
と
な
っ
た
の
は
、
全
国
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
戦

乱
で
死
ん
だ
人
々
の
魂
を
慰
め
る
た
め
で
あ
っ
た
が
、
源
平
の
合
戦
、
南
北
朝
の
争
い
の
終
っ
た
室
町
期
に
常
に
・
お
こ
な
わ
れ
て
い
た

回
向
供
養
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
姉
崎
正
治
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

囲
向
供
養
は
又
悔
過
働
法
と
し
て
、
人
間
各
自
の
宿
業
を
思
ひ
、
罪
過
を
反
省
し
て
、
之
を
償
は
う
と
い
う
真
剣
の
修
法
と
し
て

行
は
れ
た
。
天
平
時
代
に
は
特
に
こ
の
悔
過
修
法
の
盛
ん
な
時
代
で
あ
っ
た
が
、
後
世
に
は
又
形
を
か
え
て
織
法
は
絶
へ
な
か
っ
た
。

こ
の
修
法
に
は
、
現
在
の
苦
悩
災
害
を
遁
れ
た
い
と
の
祈
請
要
素
が
多
く
加
は
っ
た
が
、
又
一
切
、
利
害
を
超
越
し
て
、
捨
身
捨
命

の
誠
を
致
さ
う
と
い
ふ
方
に
も
行
は
れ
た
。
遁
世
修
業
は
即
ち
弘
い
意
味
で
の
悔
過
又
捨
身
で
あ
り
、
平
安
末
期
以
来
、
室
町
時
代

（

4
）
 

に
も
中
々
多
く
、
其
の
実
例
が
か
な
り
多
く
謡
曲
に
も
現
は
れ
て
ゐ
る
。

（
「
謡
曲
に
於
け
る
偽
教
要
素
L

（
傍
点
原
文
）
）



そ
の
例
が
「
石
橋
」
の
寂
昭
法
師
や
「
江
口
」
の
西
行
法
師
で
あ
る
と
姉
崎
氏
は
つ
守
つ
け
る
が
、
普
通
は
ワ
キ
の
僧
は
「
諸
国
一
見

の
僧
」
で
あ
る
と
だ
け
告
げ
て
、
具
体
的
な
名
前
を
明
か
さ
な
い
。
社
会
か
ら
脱
落
し
た
人
間
で
あ
る
以
上
、
名
前
を
も
っ
て
い
な
い

の
は
自
然
で
あ
る
が
、
同
時
に
彼
等
が
回
向
供
養
を
め
ざ
し
な
が
ら
も
、
「
葵
上
」
の
横
川
の
小
聖
の
よ
う
な
超
人
的
な
鎮
魂
の
魔
力
を

も
っ
て
い
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
「
世
阿
弥
風
」
の
夢
幻
能
の
ワ
キ
の
旅
僧
達
に
で
き
る
こ
と
は
、
鎮
魂
の
た
め
の
念
仏
を
唱
え

な
が
ら
シ
テ
の
表
現
を
し
っ
か
り
と
見
守
っ
て
や
る
こ
と
し
か
な
い
。
そ
れ
が
ワ
キ
に
と
っ
て
の
精
一
杯
の
表
現
で
あ
り
、
世
界
に
お

い
て
微
力
で
あ
る
と
い
う
点
で
両
者
は
対
等
で
あ
る
と
い
え
る
。
色
濃
い
仏
教
的
な
思
想
の
中
に
成
立
し
て
い
な
が
ら
も
、
舞
台
の
上

能における幽玄

で
シ
テ
と
ワ
キ
が
対
等
に
出
会
う
こ
と
か
ら
始
ま
る
夢
幻
能
の
行
動
が
、
単
な
る
儀
式
で
は
な
く
て
人
間
的
な
感
動
を
も
た
ら
す
劇
と

な
っ
た
大
き
な
理
由
は
、
こ
の
よ
う
な
ワ
キ
に
与
え
ら
れ
た
性
格
に
よ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
シ
テ
に
と
っ
て
の
表
現
の
中
心
と
な
る
も
の
は
舞
を
舞
う
こ
と
で
あ
る
が
、
世
阿
弥
の
功
績
は
一
曲
の
能
に
お
け
る
こ
の
舞
を
、

シ
テ
の
主
体
的
な
感
情
表
現
と
し
て
位
置
づ
け
た
点
に
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
現
在
の
能
の
世
界
に
お
い
て
は
、
役
者
が
そ
の
舞
に

お
い
て
あ
か
ら
さ
ま
な
感
情
を
表
現
す
る
こ
と
は
い
ま
し
め
ら
れ
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
心
理
的
な
表
現
は
舞
の
様
式
の
中
に
完
全
に
と

か
し
こ
ま
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
し
か
し
能
の
戯
曲
で
あ
る
謡
曲
を
読
む
か
ぎ
り
で
は
、
我
々
は
そ
こ
に
人
間
の
情
念
が

烈
し
く
ほ
と
ば
し
っ
て
い
る
様
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
様
式
の
中
に
押
え
ら
れ
た
舞
台
の
役
者
の
演
技
を
見
る
時
で
さ
え
、

い
わ
ば
静
寂
な
水
面
下
に
大
き
な
う
ね
り
が
渦
ま
い
て
い
る
気
配
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
緊
迫
し
た
気
配
で
舞

台
を
満
た
す
根
本
に
あ
る
も
の
こ
そ
が
、
世
阿
弥
の
夢
幻
能
の
も
つ
劇
と
し
て
の
構
造
な
の
で
あ
る
。

能
の
歴
史
を
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
、
鎌
倉
時
代
以
降
互
い
に
影
響
し
あ
う
関
係
に
あ
っ
た
猿
楽
能
と
田
楽
能
の
う
ち
、
猿
楽
能
が
そ
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の
措
抗
状
態
か
ら
ぬ
け
出
し
て
、
芸
能
と
し
て
の
飛
躍
を
と
げ
、
世
阿
弥
に
よ
っ
て
大
成
に
み
ち
び
か
れ
る
直
接
の
き
っ
か
け
と
な
っ
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た
も
の
が
、
父
観
阿
弥
に
よ
る
曲
舞
の
導
入
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
。
曲
舞
は
遊
女
の
芸
で
あ
っ
た
白
拍
子
舞
か
ら
派
生
し
た
も
の
だ

が
、
白
拍
子
舞
が
歌
謡
に
つ
れ
て
舞
わ
れ
た
の
に
対
し
、
曲
舞
は
一
つ
の
物
語
に
し
た
が
っ
て
舞
わ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
曲

舞
の
導
入
に
よ
っ
て
猿
楽
能
は
文
芸
的
な
要
素
を
強
く
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
が
、
観
阿
弥
の
時
代
に
お
い
て
は
ま
だ
重
要
で
あ
っ
た
の

は
、
シ
テ
が
舞
う
場
面
を
合
理
的
に
み
ち
び
き
だ
す
構
成
を
能
に
与
え
て
や
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
舞
は
職
業
的
な
舞
踏
家
の
技
芸
と

し
て
舞
わ
れ
で
も
よ
か
っ
た
。
事
実
初
期
の
能
の
舞
台
に
は
、
演
技
よ
り
も
舞
う
こ
と
を
専
門
と
す
る
人
聞
が
上
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
が
、
世
阿
弥
は
そ
の
舞
を
曲
の
中
心
に
す
え
つ
つ
、
そ
れ
を
職
業
的
な
技
芸
で
は
な
く
、

一
人
の
人
間
の
感
情
表
現
と
し
て
意
味

づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
結
果
能
は
普
遍
的
な
高
さ
と
深
ま
り
を
も
っ
演
劇
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

4 

我
々
は
こ
れ
ま
で
夢
幻
能
の
劇
と
し
て
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
き
た
が
、
謡
曲
を
読
ん
で
ま
ず
気
が
つ
く
こ
と
は
、
地

謡
と
い
う
語
り
手
が
大
き
な
比
重
を
も
っ
て
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
登
場
人
物
が
対
話
を
か
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
劇
が
進
行
し

て
い
く
西
洋
の
戯
曲
と
は
、
文
学
と
し
て
同
一
の
形
式
の
下
に
扱
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
能
が
劇
と
し
て
未
熟
な

も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
を
お
こ
な
っ
た
野
上
豊
一
郎
は
、
反
対
に
人
物
の
対
話
が
地
謡
を
圧
倒
し
て
劇
を
構
成
し
て
い

る
、
小
次
郎
信
光
ら
の
現
在
物
の
能
を
西
洋
的
な
劇
の
概
念
に
も
っ
と
も
近
い
も
の
と
し
て
評
価
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
結
果
形
式
と

し
て
は
劇
的
で
あ
る
は
ず
の
そ
れ
ら
の
現
在
能
が
、
野
上
氏
に
と
っ
て
か
な
ら
ず
し
も
能
と
し
て
強
い
感
動
を
も
た
ら
さ
な
い
と
い
う

（

5
）
 

矛
盾
を
き
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
地
謡
の
比
重
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
能
、
と
り
わ
け
世
阿
弥
が
中
心
と
な
っ
て
つ
く
ら
れ
た
夢
幻
能
が
形
式
的
に
劇
と



し
て
完
成
の
手
前
に
あ
る
と
い
う
意
見
は
、
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
分
け
も
た
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
吉
本
隆
明
の
『
言
語
に
と
っ
て

美
と
は
何
か
』

の
「
構
成
論
」
に
よ
れ
ば
、
劇
は
物
語
の
概
念
が
崩
壊
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ま
で
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
た

人
物
達
が
総
体
性
を
も
っ
た
人
間
と
し
て
、
み
ず
か
ら
語
り
、
み
ず
か
ら
行
動
す
る
よ
う
に
な
っ
て
成
立
す
る
形
式
で
あ
り
、
そ
の
過

程
を
吉
本
氏
は
狂
言
か
ら
童
物
、
狂
女
物
を
へ
て
現
在
物
に
い
た
る
能
の
系
譜
に
見
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
図
式
に
し
た
が
え
ば
、
日

（

6
）
 

本
の
古
典
悲
劇
は
夢
幻
能
で
は
な
く
近
松
の
浄
瑠
璃
に
お
い
て
完
成
す
る
の
で
あ
る
。

吉
本
氏
は
能
に
お
け
る
劇
的
な
も
の
の
発
展
の
過
程
に
つ
い
て
、
「
劇
と
し
て
の
出
来
栄
え
と
い
う
こ
と
と
は
か
か
わ
り
な
く
」
と
こ

能における幽玄

と
わ
っ
て
い
る
も
の
の
、
夢
幻
能
の
多
く
が
観
客
の
知
悉
し
た
物
語
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
は
、
要
す
る
に
人
物
の
独
立
性
が
不
十
分
で

あ
っ
た
た
め
に
、
物
語
の
中
に
は
め
こ
ま
な
け
れ
ば
生
命
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
明

ら
か
に
吉
本
氏
の
思
い
違
い
で
あ
ろ
う
。
世
阿
弥
は
劇
作
家
と
し
て
の
才
能
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
に
、
登
場
人
物
の
対
話
だ
け
で

劇
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
現
に
観
阿
弥
ら
世
河
弥
の
前
の
時
代
の
作
家
達
は
す
で
に
、
「
自
然
居
士
」
の
よ

う
な
人
物
同
士
の
対
話
が
軸
と
な
っ
て
劇
の
筋
が
運
ば
れ
て
い
く
形
の
曲
を
つ
く
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
も
し
世
阿
弥
が
作
劇
面
で

観
阿
弥
ら
の
方
法
を
受
け
つ
い
で
発
展
さ
せ
て
い
た
と
し
た
ら
、

お
そ
ら
く
能
は
現
在
能
の
世
界
の
中
で
花
開
く
こ
と
に
な
っ
た
で
あ

ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
我
々
が
抱
く
能
の
典
型
的
な
姿
も
現
在
の
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
少
な
く
と
も
能
を

夢
幻
的
な
曲
に
よ
っ
て
代
表
さ
せ
る
現
在
の
一
般
的
な
見
方
の
基
本
を
つ
く
っ
た
の
は
世
阿
弥
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
世
阿

弥
は
明
ら
か
に
積
極
的
に
人
物
を
物
語
の
中
に
埋
め
こ
も
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
結
果
的
に
複
式
夢
幻
能
が
能
の

37 

主
流
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

な
ぜ
世
阿
弥
は
人
物
か
ら
み
ず
か
与
語
り
、
み
ず
か
ら
動
く
独
立
性
を
奪
い
、
そ
の
人
物
を
も
っ
物
語
の
比
重
を
劇
に
お
い
て
高
め
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た
の
か
？

そ
の
理
由
こ
そ
が
・
お
そ
ら
く
、
世
阿
弥
の
生
き
た
時
代
の
趣
味
が
、
も
っ
ぱ
ら
幽
玄
な
も
の
を
求
め
て
い
た
か
ら
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

幽
玄
の
風
体
の
事
、
諸
道
・
諸
事
に
於
い
て
、
幽
玄
な
る
を
以
て
上
果
と
せ
り
、
こ
と
さ
ら
当
主
に
於
い
て
、
幽
玄
の
風
体
第
一

（

7
）
 

と
せ
り
。

（
『
花
鏡
』
）

は
じ
め
に
触
れ
た
よ
う
に
、
世
阿
弥
が
端
的
に
幽
玄
で
あ
る
と
し
た
の
は
、
人
間
の
優
美
な
立
居
振
舞
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
優
美

さ
を
身
に
つ
け
た
人
物
を
能
に
登
場
さ
せ
る
こ
と
が
、
能
を
幽
玄
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
た
。
ま
た
人
物
が
幽
玄
で
あ
る
こ
と
を

示
す
た
め
に
は
舞
を
舞
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
舞
に
よ
っ
て
人
物
の
優
美
さ
が
中
心
的
に
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
す
人
物
を
登
場
さ
せ
る
た
め
に
、
物
語
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
『
伊
勢
物
語
』
や
『
源
氏
物
語
』

の
中
の
人

物
で
あ
れ
ば
、
そ
の
優
美
な
世
界
か
ら
あ
ら
わ
れ
出
て
き
た
こ
と
が
、
人
間
の
優
美
さ
の
保
証
を
与
え
て
い
た
。
能
の
作
者
は
ゼ
ロ
か

ら
人
物
像
を
つ
く
り
あ
げ
る
の
で
は
な
く
、
人
々
に
あ
ま
ね
く
知
ら
れ
た
物
語
を
土
台
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
物
に
厚
み
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
人
物
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
幽
玄
の
情
緒
も
ま
た
、
奥
行
き
を
も
っ
た
揺
る
、
ぎ
の
な
い
も
の
と
な
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
世
阿
弥
が
多
く
の
作
品
を
残
し
た
修
羅
物
の
能
は
お
お
む
ね
『
平
家
物
語
』
を
背
景
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
戦

記
文
学
が
単
に
血
な
ま
ぐ
さ
い
闘
い
だ
け
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
同
む
く
ら
い
に
人
聞
の
恋
や
音
楽
に
か
か
わ
る
こ
ま

や
か
な
感
情
の
ひ
だ
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
は
、
我
々
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
世
阿
弥
は
『
伊
勢
物
語
』
や
『
源
氏
物



語
』
に
劣
ら
ず
、
こ
の
物
語
に
能
の
題
材
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
う
し
た
由
緒
の
あ
る
物
語
を
土
台
と
す
る
曲
を
世
阿
弥
は
「
本
説
正
し
い
」
能
と
呼
ん
だ
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
「
本
説
」
の
正

し
さ
は
幽
玄
の
基
盤
と
な
っ
た
と
同
時
に
、
能
と
い
う
芸
能
に
貴
族
の
鑑
賞
に
耐
え
る
正
統
性
を
も
た
ら
す
こ
と
－
に
効
果
が
あ
っ
た
に

（

8
）
 

違
い
な
い
。
能
が
演
劇
と
し
て
完
成
さ
れ
て
い
く
過
程
は
、
民
衆
の
中
に
生
れ
た
芸
能
が
、
そ
の
出
身
の
い
や
し
さ
を
打
ち
消
し
つ
つ
、

貴
族
文
化
の
体
系
の
中
に
取
り
こ
ま
れ
て
い
く
過
程
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
に
し
て
世
阿
弥
の
時
代
の
能
が
、
意
識
的
に
物
語
の
要
素
を
内
に
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
謡
の
も
つ
比
重
が
高
め

能 に お け る 幽 玄

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
地
謡
こ
そ
が
舞
台
に
あ
り
な
が
ら
も
っ
ぱ
ら
語
る
こ
と
に
専
念
す
る
役
で
あ
り
、
こ
の
人
々
が
存
在
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
能
が
演
劇
で
あ
り
な
が
ら
、
な
お
物
語
の
世
界
と
切
れ
て
い
な
い
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
能
の
地

謡
は
、
主
人
公
と
向
い
あ
う
劇
の
中
の
一
つ
の
役
柄
で
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
コ
ロ
ス
と
は
本
質
的
に
異
な
る
存
在
で
あ
る
。
そ
の
物

語
的
な
も
の
の
残
存
は
、
端
的
に
は
寸
地
の
文
」
が
謡
曲
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
認
め
ら
れ
る
。
「
地
の
文
」
が
と
り
わ
け
定
ま
っ
た

形
で
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
前
ジ
テ
の
中
入
り
の
直
前
で
あ
る
。

自
己
の
正
体
を
明
示
し
た
前
ジ
テ
の
退
場
の
姿
を
、
地
謡
は
語
り
手
の
立
場
で
「
失
せ
に
け
り
」
と
観
客
に
告
げ
る
。
し
か
し
我
々

が
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
地
謡
が
こ
の
よ
う
な
第
三
者
的
な
視
点
か
ら
「
地
の
文
」
の
役
割
を
果
す
こ
と
よ
り
も
、
む
し

ろ
ワ
キ
の
内
面
に
立
ち
い
っ
て
、
そ
の
思
索
や
感
情
を
す
ら
語
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
複
式
夢
幻
能
の
後
場
は
ほ
と
ん
ど
後
ジ
テ
の
表

現
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
面
で
シ
テ
が
舞
う
こ
と
に
専
念
す
る
一
方
で
、
謡
曲
の
言
葉
は
大
部
分
地
謡
に
よ
っ
て
語

ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
語
ら
れ
る
内
容
は
シ
テ
の
内
面
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
本
来
な
ら
シ
テ
自
身
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
で
も
よ
い
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も
の
で
あ
る
。
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、ン一ア

た
は
ぷ
る
る
舞
の
袖
、

地
謡

返
せ
や
返
せ
、

、ン一ア

昔
の
秋
を
、

地
謡

え
ん
ぷ

思
ひ
出
で
た
る
、
妄
執
の
心
、
ゃ
る
か
た
も
な
き
、
今
宵
の
秋
風
、
身
に
し
み
ピ
み
と
、
恋
し
き
は
昔
、
偲
ば
し
き
は
閤
浮

の
、
秋
よ
友
よ
と
、
思
ひ
を
れ
ば
、
夜
も
す
で
に
し
ら
し
ら
と
、
は
や
あ
さ
ま
に
も
な
り
ぬ
れ
ば
、
わ
れ
も
見
え
ず
、
旅
人
も
帰

る
跡
に
、

、ン－ア

独
り
捨
て
ら
れ
て
老
女
が
、

地
謡

昔
こ
そ
あ
ら
め
今
も
ま
た
、
旗
捨
山
と
ぞ
な
り
に
け
る
。
娯
捨
山
と
な
り
に
け
り
。

た
と
え
ば
「
旗
捨
」
の
終
結
部
は
こ
の
よ
う
に
展
開
す
る
が
、
こ
の
シ
テ
の
内
面
を
語
る
は
た
ら
き
に
こ
そ
、
能
に
お
け
る
地
謡
の

独
特
の
意
味
あ
い
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
舞
を
構
成
の
中
心
に
据
え
る
こ
と
で
演
劇
と
な
っ
た
能
に
と
っ
て
、
何
よ
り

も
シ
テ
の
優
美
な
舞
を
見
せ
る
こ
と
が
第
一
に
考
え
ら
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
シ
テ
が
述
べ
る
べ
き
言
葉
を
地
謡
が
肩
が
わ

り
し
た
と
い
う
事
情
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
シ
テ
の
内
面
を
表
現
す
る
一
連
の
言
葉
を
、
シ
テ
と
地
謡
が
代
わ
る
が
わ

る
う
た
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
舞
の
た
め
の
便
宜
以
上
の
効
果
が
生
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

舞
台
の
上
に
存
在
し
て
い
る
の
は
一
人
の
人
物
で
あ
る
が
、
そ
の
一
人
の
人
物
が
つ
ね
に
二
つ
の
異
な
る
位
相
か
ら
表
現
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
夢
幻
能
の
後
ジ
テ
は
ほ
と
ん
ど
死
者
で
あ
る
が
、
死
者
が
生
者
に
姿
を
か
り
る
の
で
は
な
く
。
亡
霊
と
し
て

登
場
す
る
た
め
に
、
前
場
に
お
け
る
よ
う
な
仮
の
姿
と
真
の
姿
と
の
二
重
性
は
な
く
な
っ
て
、
シ
テ
は
そ
れ
自
身
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て



い
る
。

つ
ま
り
シ
テ
は
舞
台
で
自
己
の
記
憶
の
現
在
の
形
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
が
、
地
謡
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
地
謡
が
語

る
者
で
あ
る
以
上
、
語
ら
れ
る
人
物
は
か
な
ら
、
ず
寸
過
ぎ
さ
っ
た
者
L

で
あ
る
。

一
人
の
人
物
が
人
生
を
生
き
終
え
、
そ
の
行
動
が
完

了
し
た
も
の
と
し
て
語
り
手
の
記
憶
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
は
じ
め
て
地
謡
は
そ
の
人
物
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ

ち
地
謡
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
シ
テ
が
す
で
に
そ
の
人
生
を
終
え
た
「
死
者
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

5 

能における幽玄

夢
幻
能
を
特
徴
守
つ
け
て
い
る
生
と
死
の
葛
藤
と
い
う
主
題
は
、

・
お
そ
ら
く
こ
の
一
人
の
人
物
が
み
ず
か
ら
演
じ
つ
つ
、
同
時
に
他
者

に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
と
い
う
提
示
の
方
法
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。

い
う
ま
で
も
な
く
仏
教
的
な
死
生
観
を
背
景
と
し
た

「
江
口
」
の
よ
う
な
複
式
夢
幻
能
の
作
品
は
観
阿
弥
の
時
代
に
も
つ
く
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
時
代
に
お
い
て
は
単
に
主
題
の
一
つ
に
す

ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
、
世
阿
弥
に
と
っ
て
中
心
的
な
主
題
と
な
っ
た
こ
と
に
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
地
謡
を
重
視
す
る
こ

と
は
、
劇
と
物
語
の
間
に
橋
を
か
け
た
だ
け
で
な
く
、
能
の
主
題
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
能
を
よ
り
劇
的
に
し
た
の
で
あ
る
。
我
々

が
「
井
筒
」

の
よ
う
な
、
特
別
強
い
苦
し
み
の
中
に
い
な
い
人
物
を
シ
テ
と
し
た
な
だ
ら
か
な
作
品
を
見
て
、
む
し
ろ
織
烈
な
戦
闘
の

場
面
が
語
ら
れ
る
修
羅
物
の
作
品
を
上
ま
わ
る
劇
的
な
緊
張
感
を
感
じ
る
の
は
、
こ
の
夢
幻
能
の
構
造
に
よ
っ
て
い
る
。

「
井
筒
」
は
『
伊
勢
物
語
』
を
「
本
説
」
と
す
る
、
世
阿
弥
作
の
確
証
を
も
っ
唯
一
の
童
物
の
作
品
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
が
広
く
知

ら
れ
た
典
拠
を
も
ち
、
典
型
的
な
複
式
夢
幻
能
の
展
開
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
た
と
え
ば
「
忠
度
」
や
「
敦
盛
」
な
ど
と
い
っ
た
作
品
と

41 

異
な
る
の
は
、
後
場
に
お
け
る
シ
テ
の
行
動
が
単
に
語
ら
れ
る
現
世
の
物
語
の
中
に
う
ず
も
れ
て
し
ま
わ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
後
ジ
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テ
の
井
筒
の
女
は
業
平
の
形
見
の
衣
を
身
に
つ
け
て
あ
ら
わ
れ
、
作
り
物
の
井
戸
に
う
つ
っ
た
自
分
の
姿
が
女
で
は
な
く
男
で
あ
る
こ

と
を
見
る
。

地
謡

筒
井
筒
、
井
筒
に
か
け
し
、

、ン－ア

ま
ろ
が
丈
、

地
謡

生
ひ
に
け
ら
し
な
、

、ン－ア

老
い
に
け
る
ぞ
や
。

地
謡

さ
な
が
ら
見
見
え
し
、
昔
男
の
、
冠
直
衣
は
、
女
と
も
見
え
ず
、
男
な
り
け
り
、
業
平
の
面
影
、

、ン－ア

見
れ
ば
な
つ
か
し
ゃ
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
単
に
男
の
姿
を
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
恋
人
の
衣
に
包
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
男
へ
の
思
い
が
彼
女
の
自

己
意
識
を
溶
解
さ
せ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
後
ジ
テ
は
男
で
も
な
く
女
で
も
な
く
、
ま
た
生
者
で
も
な
く
死
者
で
も
な

い
宙
づ
り
の
状
態
に
い
る
。
こ
の
自
己
で
あ
り
つ
つ
同
時
に
自
己
で
な
い
意
識
の
表
現
が
、
ち
ょ
う
ど
み
ず
か
ら
演
む
つ
つ
他
者
に
よ

っ
て
語
ら
れ
る
舞
台
の
姿
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
シ
テ
の
内
面
と
舞
台
の
表
現
の
方
法
が
比
類
な
く
一
致
し
て

い
る
と
い
う
点
で
、
「
井
筒
」
は
夢
幻
能
の
傑
作
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

舞
台
に
お
い
て
「
生
き
て
い
る
」
シ
テ
は
、
劇
の
筋
に
お
い
て
は
寸
死
ん
で
」
お
り
、
シ
テ
が
舞
台
に
あ
ら
わ
れ
る
か
、
ぎ
り
、
こ
の

二
つ
の
時
間
は
せ
め
ぎ
あ
っ
て
シ
テ
の
中
に
存
在
し
て
い
る
。
現
在
我
々
が
見
る
舞
台
の
速
度
が
、
世
阿
弥
の
時
代
と
比
べ
て
格
段
に



遅
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
周
知
の
事
実
だ
が
、
遅
く
な
る
に
は
そ
れ
だ
け
の
必
然
性
が
能
に
こ
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
シ
テ
の
舞
台
に
お
け
る
行
動
を
、

つ
ね
に
そ
の
内
に
潜
ん
で
い
る
死
の
力
が
ひ
き
と
め
る
の
で
あ
る
。
舞
台
の
上
の
シ
テ
の
極

め
て
ゆ
る
や
か
な
動
き
は
、
シ
テ
が
生
き
て
い
る
と
同
時
に
死
ん
で
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
逆
に
そ
の
た
め
に
現
在
能
的
な
作

品
は
し
ば
し
ば
我
々
に
、
極
端
に
退
屈
だ
と
い
う
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

シ
テ
が
表
現
の
た
め
に
前
に
進
み
つ
つ
、
同
時
に
死
の
重
さ
に
よ
っ
て
ひ
き
と
め
ら
れ
る
行
動
の
姿
は
、
夢
幻
能
一
般
に
見
ら
れ
る

も
の
だ
が
、
我
々
が
前
に
見
た
シ
テ
の
姿
は
、
ご
の
前
進
と
抑
制
の
葛
藤
を
凝
縮
し
て
表
現
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
「
旗
捨
」
の

能における幽玄

老
女
は
自
己
の
老
残
の
姿
を
恥
む
な
が
ら
、
舞
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
衝
動
に
よ
っ
て
舞
う
の
で
あ
っ
た
が
、
夢
幻
能
の
世
界
を
見
わ

た
す
と
、
こ
の
自
己
を
恥
ビ
る
心
と
表
現
に
対
す
る
衝
動
が
せ
め
ぎ
あ
っ
て
シ
テ
を
動
か
し
て
い
る
例
が
数
多
く
見
出
さ
れ
る
。
彼
等

の
脳
裡
に
す
み
つ
い
た
記
憶
が
、
彼
等
に
恥
や
無
念
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
当
然
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
は
、
再
び
そ
の
無
念

さ
を
か
み
し
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
シ
テ
を
前
進
さ
せ
つ
つ
後
退
さ
せ
る
感
情
が
色
ど
る
表
現
こ
そ
、
世
阿
弥

が
幽
玄
と
い
う
言
葉
で
な
か
っ
た
か
と
推
測
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

世
阿
弥
は
曲
に
幽
玄
な
情
緒
を
与
え
る
た
め
に
、
優
美
な
人
物
を
主
人
公
に
選
ん
だ
の
だ
っ
た
が
、

い
う
ま
で
も
な
く
人
物
の
選
択

は
幽
玄
の
た
め
の
前
提
に
す
、
ぎ
ず
、
シ
テ
と
な
っ
た
人
物
を
表
現
す
る
役
者
の
演
技
が
、
幽
玄
な
も
の
を
生
む
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
世
阿
弥
は
腫
大
な
演
技
論
を
書
い
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
我
々
が
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
世
阿
弥
が
能
の
演
技
が
豊

か
に
な
る
た
め
に
は
、
役
柄
に
こ
め
ら
れ
た
二
つ
の
相
反
す
る
要
素
を
認
識
し
た
上
で
統
合
す
べ
き
だ
と
考
え
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と

え
ば
鬼
の
演
技
は
た
だ
恐
ろ
し
く
見
え
る
こ
と
を
め
ざ
す
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
面
白
み
を
も
含
ん
で
い
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
ま
た
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老
人
は
若
々
し
く
振
舞
い
た
が
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
演
技
に
も
一
点
の
若
や
い
だ
風
情
を
添
え
れ
ば
、
老
木
に
花
の
咲
く
よ
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う
な
興
趣
が
生
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
い
っ
た
役
柄
に
お
け
る
異
質
な
要
素
の
止
揚
が
、
幽
玄
な
演
技
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
世
阿
弥
が
幽
玄
な

情
緒
を
重
ん
ピ
な
が
ら
も
、
弱
々
し
い
演
技
を
斥
け
た
ご
と
と
同
ピ
精
神
で
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
世
阿
弥
に
よ
れ
ば
、
女
性
や
美
男
や

花
は
本
来
幽
玄
な
も
の
で
あ
り
、

一
方
武
士
や
神
や
松
は
強
い
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
誤
っ
て
優
美
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
そ

（
叩
）

れ
は
弱
い
物
真
似
に
な
っ
て
し
ま
い
、
強
く
あ
る
べ
き
で
な
い
も
の
を
強
〈
演
じ
よ
う
と
す
る
と
荒
い
物
真
似
に
終
る
の
で
あ
る
。
世

阿
弥
が
肯
定
す
る
演
技
の
風
情
は
幽
玄
で
あ
る
こ
と
と
強
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
表
現
に
は
い
ず
れ
も
静
的
な
面
と
動
的
な

面
の
調
和
が
含
蓄
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
二
つ
の
要
素
の
比
重
が
前
者
に
傾
け
ば
幽
玄
に
な
り
、
後
者
に
傾
け
ば
強
く
な
る
の
だ
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

一
般
に
能
の
幽
玄
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
常
識
に
従
え
ば
、
強
い
と
は
修
羅
物
の
能
な
ど
に
認
め
ら
れ
る
、
男

性
的
な
性
格
の
勝
っ
た
幽
玄
の
形
だ
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
い
っ
た
演
技
の
風
情
を
も
た
ら
す
こ
と
を
め
、
さ
し
て
、
世
阿
弥
は
謡
曲
に
お
け
る
人
物
の
造
形
を
お
こ
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

前
進
と
後
退
を
、
能
動
的
な
面
と
受
動
的
な
面
を
同
時
に
あ
わ
せ
も
っ
た
人
物
と
し
て
、
主
人
公
で
あ
る
シ
テ
は
描
か
れ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
シ
テ
は
生
と
死
の
境
に
漂
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
し
、
表
現
に
対
す
る
意
欲
と
恥
じ
ら
い
を
同
時
に

感
じ
る
人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
野
上
豊
一
郎
が
幽
玄
に
相
当
す
る
と
直
観
的
に
述
べ
た
、

一
曲
の
展
開
の
中
で
「
最
も
緩
慢
で
巧
織
を
極

め
る
」
破
の
部
分
が
、
こ
れ
ま
で
眺
め
て
き
た
シ
テ
の
行
動
の
姿
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
が
分
る
だ
ろ
う
。
「
緩
慢
で
巧
轍
を
極
め
る
」

の
は
破
の
部
分
の
一
般
的
な
特
徴
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、

一
日
の
演
目
の
配
列
に
お
け
る
破
、
す
な
わ
ち
中
間
の
位
置
に
お
か
れ
る

重
物
が
代
表
す
る
複
式
夢
幻
能
の
シ
テ
の
も
た
ら
す
印
象
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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野
上
豊
一
郎
の
演
劇
観
、
能
に
対
す
る
評
価
は
『
能
l
l研
究
と
発
見
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
三
O
年
）
、
『
能
の
幽
玄
と
花
』
（
岩
波
書
店
、
一
九

三
四
年
）
に
く
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
野
上
氏
は
日
本
の
古
典
劇
が
真
に
劇
的
に
な
っ
た
の
は
歌
舞
伎
に
・
お
い
て
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
よ

う
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
で
も
不
思
議
な
の
は
氏
が
そ
う
考
え
な
が
ら
、
自
分
自
身
あ
ま
り
劇
と
し
て
魅
力
を
感
じ
て
い
な
い
能
に
つ
い
て
こ
れ

ほ
ど
多
量
な
研
究
を
残
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

野
上
豊
一
郎
「
能
の
幽
玄
」
（
『
能
の
幽
玄
と
花
』
に
所
収
）
。

以
下
謡
曲
の
詞
章
の
引
用
は
す
べ
て
小
学
館
日
本
古
典
文
学
会
集
『
謡
曲
集
（
上
ど
に
よ
る
。

姉
崎
正
治
『
謡
曲
に
於
け
る
悌
教
要
素
」
（
東
京
創
元
社
『
能
楽
金
書
』
第
一
巻
、
一
九
七
九
年
、
に
所
収
）
、
九
二
頁
よ
り
引
用
。

野
上
氏
の
「
ワ
キ
の
舞
台
的
存
在
理
由
」
（
『
能
の
幽
玄
と
花
』
所
収
）
に
よ
れ
ば
、
「
ハ
合
行
」
、
「
壇
風
」
と
い
っ
た
、
ワ
キ
が
シ
テ
を
上
ま
わ
る
活

躍
を
見
せ
る
現
世
的
な
能
は
、
劇
と
し
て
は
あ
ま
り
に
楽
劇
的
で
あ
り
、
能
本
来
の
詩
的
情
緒
を
欠
い
た
作
品
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

吉
本
隆
明
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
何
か
』
（
勤
世
帯
書
房
、
一
九
七
二
年
）
、
第
V
章
「
構
成
論
」
を
参
照
。

世
阿
弥
『
花
鏡
』
（
岩
波
書
店
日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥
・
禅
竹
』
に
所
収
）
の
「
幽
玄
之
入
レ
堺
事
」
、
九
七
頁
よ
り
引
用
。

「
本
説
」
に
関
す
る
言
及
は
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
が
、
た
と
え
ば
『
風
姿
花
伝
』
で
は
世
阿
弥
は
よ
い
能
の
条
件
と
し
て
「
本
説
が
正
し
く
、
風

趣
や
様
式
が
珍
し
く
、
見
せ
場
を
も
ち
、
風
情
が
幽
玄
で
あ
る
」
こ
と
を
あ
げ
、
由
緒
の
あ
る
物
語
を
下
敷
と
す
る
こ
と
を
を
強
調
し
て
い
る
。

（
「
花
伝
第
六
花
修
云
」
）
。

世
阿
弥
『
風
姿
花
伝
』
（
『
世
阿
弥
・
禅
竹
』
に
所
収
）
の
「
花
伝
第
七
別
紙
口
伝
」
、
五
六
i
五
九
頁
。

同
、
「
花
伝
第
六
花
修
云
」
、
五
0
1五
一
一
良
。

（

6
）
 

（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
）
 

（日）


